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館長の作家対談井
上
ひ
さ
し
氏
夫
人
と
し
て
、米
原
万
里
氏
の
妹
と
し

て
、大
き
な
存
在
感
を
放
っ
た
二
人
の
作
家
を
近
く
で
見

て
来
ら
れ
た
井
上
ユ
リ
氏
を
お
招
き
し
、菅
野
昭
正
館
長

が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

普
通
で
は
思
い
つ
か
な
い
話

館
長
： 

今
日
は
井
上
ひ
さ
し
さ
ん（
小
説
家
・
劇
作
家
）の

お
話
と
、お
姉
さ
ま
の
米
原
万
里
さ
ん（
同
時
通
訳
・エッ

セ
イ
ス
ト
・
小
説
家
）の
お
話
を
伺
い
ま
す
が
、最
初
に
井

上
さ
ん
の
こ
と
を
お
話
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
井
上
ひ

さ
し
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
ご
本
が
た
く
さ
ん
出
て

い
ま
す
ね
。「
月
刊
井
上
ひ
さ
し
」み
た
い
に
。

井
上
： 

そ
こ
ま
で
で
も
な
い
で
す
け
れ
ど（
笑
）。

館
長
： 

生
前
か
ら
刊
行
す
る
予
定
だ
っ
た
も
の
で
す
か
？

井
上
： 

直
し
を
入
れ
て
出
す
と
か
、書
き
足
し
て
出
す
と

か
、そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。『
一
週
間
』（
2
0
1
0
、新
潮

社
）は
す
で
に
書
き
上
が
っ
て
い
ま
し
た
が
手
を
入
れ
て

出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、『
一
分
ノ
一
』（
2
0
1
1
、講
談

社
）は
、最
後
を
書
き
残
し
て
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
終

わ
り
方
に
す
る
か
、時
間
を
と
っ
て
構
想
し
直
し
て
書
き

上
げ
る
ん
だ
、と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
最
近
出

た『
言
語
小
説
集
』（
2
0
1
2
、
新
潮
社
）は
、
気
に
入
っ

て
い
た
仕
事
で
す
。
あ
と
何
篇
か
を
書
き
足
し
て
本
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

館
長
： 『
一
分
ノ
一
』は
分
量
が
多
い
し
、随
分
力
を
入
れ

て
書
い
て
い
ら
し
た
で
し
ょ
う
ね
。

井
上
： 
そ
う
で
す
ね
。
連
載
当
初
は
ま
だ
ベ
ル
リ
ン
の
壁

崩
壊
の
前
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、途
中
芝
居
の
執
筆
が
入

る
と
、そ
の
時
は
半
年
と
か
１
年
連
載
を
休
み
ま
す
で

し
ょ
う
？ 

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁

が
崩
壊
し
て
し
ま
い
、そ
の
時
に
出
す
と
あ
ま
り
に
ぴ
っ

た
り
し
す
ぎ
て
そ
れ
に
当
て
込
ん
だ
み
た
い
に
な
る
の
が

嫌
で
、時
間
を
置
い
て
か
ら
ま
た
書
き
た
い
、と
考
え
て

い
ま
し
た
。

館
長
： 

井
上
さ
ん
の
国
家
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え

方
が
と
て
も
よ
く
出
て
い
る
お
仕
事

と
し
て
、『
吉
里
吉
里
人
』（
1
9
8
1
、

新
潮
社
）が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か

ら『
東
京
セ
ブ
ン
ロ
ー
ズ
』（
1
9
9
9
、

文
藝
春
秋
）、
そ
し
て『
一
分
ノ
一
』。

三
部
作
と
い
う
意
図
で
は
な
い
で

し
ょ
う
け
ど
、
形
と
し
て
は
そ
う
読

め
ま
す
ね
。
一
種
の
国
家
観
と
い
い

ま
す
か
。

井
上
： 『
一
週
間
』も
で
す
ね
。

館
長
： 

そ
う
で
す
ね
。
井
上
さ
ん
の
、

と
に
か
く
奇
想
天
外
な
お
話
は
、ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と

を
考
え
つ
く
ん
で
し
ょ
う
ね
。

井
上
： 

本
当
に
ね
え（
笑
）。『
一
分
ノ
一
』も
、
本
に
す
る

時
に
20
年
ぶ
り
く
ら
い
に
読
ん
だ
ら
、可
笑
し
く
て
可
笑

し
く
て
。

館
長
： 

日
本
が
4
か
国
に
占
領
さ
れ
て
、北
の
方
が
ソ
連

に
占
領
さ
れ
、そ
れ
く
ら
い
ま
で
は
凡
人
の
僕
で
も
思
い

つ
く
け
ど
、そ
こ
か
ら
先
の
色
々
な
、も
っ
と
変
て
こ
り

ん
な
こ
と
は
。

井
上
： 

地
図
を
一
分
の
一
で
作
る
な
ん
て
、ア
ホ
な
こ
と

と
か
。

館
長
： 『
吉
里
吉
里
人
』で
も
、随
分
お
調
べ
に
な
っ
た
で

し
ょ
う
？ 

勉
強
家
で
す
よ
ね
。

井
上
： 

勉
強
家
と
い
う
よ
り
、面
白
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で

し
ょ
う
ね
。
調
べ
る
過
程
が
一
番
楽
し
そ
う
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
書
き
た
か
っ
た
評
伝
劇

館
長
： 

と
に
か
く
沢
山
お
仕
事
な
さ
っ
て
い
た
か
ら
、一
方

で「
遅
筆
堂
」と
言
わ
れ
て
い
ら
し
た
け
れ
ど
、僕
に
は
ピ

ン
と
こ
な
い
。
お
芝
居
は
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
す
か
？

井
上
： 

そ
れ
は
期
日
と
の
問
題
で
、実
際
は
大
量
に
書
い

て
い
る
の
で
、速
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

館
長
： 

で
し
ょ
う
ね
、む
し
ろ「
速
筆
堂
」。

井
上
： 

そ
う
で
す
ね
。
結
局
書
き
始
め
る
の
が
い
つ
に
な

る
か
で
、
間
に
合
う
か
ど
う
か
決
ま
り
ま
す
。「
こ
こ
か

ら
書
け
る
ぞ
」と
い
う
よ
う
に
な
る
ま
で
が
、ど
の
く
ら

い
か
か
る
か
判
ら
な
い
の
で
。

館
長
： 

そ
う
い
う
時
、だ
い
た
い
お
宅
で
お
仕
事
な
さ
る

ん
で
す
か
？ 

井
上
： 

プ
ロ
ッ
ト
を
作
る
時
だ
け
と
か
カ
ン
ヅ
メ
に
な
っ

た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、最
近
は
ず
っ
と
家
で
し
た
。
ど

う
し
て
も
カ
ン
ヅ
メ
っ
て
人
工
的
な
空
間
に
な
り
ま
す
で

し
ょ
う
？ 

そ
う
す
る
と
、作
品
の
リ
ア
リ
ティ
と
い
う
か

日
常
性
が
な
く
な
っ
て
人
工
的
に
な
り
が
ち
だ
っ
て
い
う

の
を
あ
る
時
言
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
家
で
書
く
よ
う
に
。

館
長
： 

そ
ば
で
見
て
い
ら
し
て
、書
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
時

は
気
難
し
く
な
る
と
か
は
あ
り
ま
し
た
か
？ 

井
上
： 

そ
れ
は
な
い
で
す
ね
。
た
だ
、創
作
に
入
っ
て
し

ま
う
と
頭
が
そ
の
作
品
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

基
本
的
に
俗
世
間
に
興
味
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
む
し
ろ
静
か
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
普
段
は
野

球
が
ど
う
し
た
と
か
、そ
う
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
の
で

す
が
、テ
レ
ビ
も
見
な
い
し
、新
聞
も
あ
ま
り
読
ま
な
く

な
り
ま
す
。
で
も
、ど
ん
な
に
忙
し
い
時
も
サ
ッ
カ
ー
は

見
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
、こ
ま
つ
座
や
編
集
者
た
ち
に
は

内
緒
に
し
て
い
ま
し
た
が
。

プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
か
劇
の
構
造
、粗
筋
な
ど
を
考
え
る

時
が
一
番
大
変
で
す
ね
。
書
き
始
め
て
、し
か
も
あ
る
程

度
の
量
を
書
い
て
、登
場
人
物
た
ち
が
勝
手
に
動
き
出
す

と
、す
ご
く
余
裕
が
出
て
き
ま
す
。

館
長
： 

乗
っ
て
く
る
、と
い
う
感
じ
に
な
る
の
か
な
。

井
上
： 

で
も
逆
に
、乗
り
す
ぎ
て
1
日
に
或
る
枚
数
以
上

書
く
と
、飛
ば
し
す
ぎ
る
か
ら
と
言
っ
て
セ
ー
ブ
し
ま
す
。

「
ス
ポ
ー
ツ
ニュ
ー
ス
見
よ
う
か
」と
か
。

館
長
： 

あ
る
時
期
か
ら
、
お
芝
居
は
実
在
の
人
物
を

主
人
公
に
さ
れ
ま
す
ね
。『
頭
痛
肩
こ
り
樋
口
一
葉
』

（
1
9
8
4
）あ
た
り
か
ら
で
す
か
。

井
上
： 

そ
の
前
か
ら
、『
イ
ー
ハ
ト
ー
ボ
の
劇
列
車
』

（
1
9
8
0
）で
宮
沢
賢
治
を
書
い
て
い
ま
す
し
、そ
の
前

に
も『
小
林
一
茶
』（
1
9
7
9
）を
書
い
て
い
ま
す
。

館
長
： 

い
ず
れ
も
資
料
を
沢
山
調
べ
ら
れ
る
わ
け
で

し
ょ
う
？ 

井
上
： 

そ
う
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
、
徹
底
的
に
。

で
、何
か
面
白
い
こ
と
を
見
つ
け
る
と
、「
あ
あ
こ
れ
で
芝

居
に
な
る
」っ
て
。

館
長
： 

評
伝
劇
を
じ
つ
に
数
多
く
作
ら
れ
て
ま
す
ね
。

井
上
： 

最
後
が
小
林
多
喜
二（『
組
曲
虐
殺
』、
2
0
0
9
）

に
な
り
ま
し
た
が
、齋
藤
茂
吉
を
書
き
た
が
っ
て
い
た
ん

で
す
よ
。

館
長
： 

そ
う
で
す
か
。
茂
吉
の
歌
は
よ
く
読
ん
で
お
ら

れ
た
の
で
す
か
？ 

井
上
： 

そ
う
で
す
ね
。
同
じ
山
形
出
身
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
ず
っ
と
気
持
ち
が
茂
吉
に
対
し
て
あ
っ
て
、そ

れ
で
茂
吉
を
と
何
度
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。

館
長
： 

東
北
に
対
す
る
思
い
入
れ
っ
て
い
う
の
か
な
、東

北
を
と
て
も
愛
し
て
お
ら
れ
た
っ
て
い
う
感
じ
は
あ
り
ま

す
ね
。
い
つ
か
文
学
賞
の
選
考
委
員
会
で
、「
こ
れ
は
東

北
人
を
知
ら
な
い
茂
吉
論
で
す
」と
発
言
さ
れ
て
、東
北

人
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、一
生
懸
命
弁
じ
て
お
ら
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、茂
吉
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と

意
外
だ
な
。
で
も
、
茂
吉
の
話
が
出
た
と
き
に
、「
東
北

じ
ゃ
な
き
ゃ
生
ま
れ
な
か
っ
た
歌
人
だ
」と
も
言
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
か
ら
、我
々
と
読
み
方
の
違
っ
た
と
こ
ろ
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

奥
様
の
目
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
お
芝
居
は
何
が
一
番
で

す
か
？ 

特
に「
こ
れ
こ
そ
、ひ
さ
し
さ
ん
」と
い
う
の
は

あ
り
ま
す
か
。

井
上
： 

『
人
間
合
格
』（
1
9
8
9
）で
す
。
太
宰
治
が「
赤
」

だ
っ
た
青
春
時
代
か
ら
の
友
人
2
人
と
の
話
で
、い
わ
ゆ

る「
酒
と
薬
と
女
」で
は
な
い
太
宰
と
そ
の
時
代
を
書
い

て
い
ま
す
。
太
宰
の
作
品
や
お
話
の
つ
く
り
方
も
う
め

こ
ま
れ
て
い
て
、お
か
し
く
て
、せ
つ
な
く
て
、大
好
き
で

す
。
私
の
父
は
16
年
間
地
下
活
動
し
て
い
た
の
で
す
が
、

あ
の
芝
居
に
出
て
来
る
佐
藤
の
モ
デ
ル
み
た
い
な
も
の
な

の
で
、な
お
さ
ら
好
き
な
ん
で
す
。

館
長
： 

お
父
さ
ま
の
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
共
産
党
の

難
し
い
時
期
を
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で

し
ょ
う
ね
。
獄
中
経
験
も
お
あ
り
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

井
上
： 

16
年
間
逃
げ
続
け
ま
し
た
。

館
長
： 

い
わ
ゆ
る
地
下
活
動
？ 

井
上
： 

は
い
。
ひ
さ
し
さ
ん
は
、逃
げ
て
い
る
と
か
地
下

活
動
と
か
に
興
味
が
あ
る
の
で
、そ
う
い
う
人
物
を
作
っ

て
く
れ
て
。
あ
と
、『
イ
ー
ハ
ト
ー
ボ
の
劇
列
車
』も『
雪

や
こ
ん
こ
ん
』（
1
9
8
7
）も
す
ご
く
好
き
で
す
。
そ
れ

か
ら
…
…
挙
げ
出
す
と
キ
リ
が
な
く
な
り
ま
す
。

館
長
： 

井
上
さ
ん
は
い
ろ
ん
な
言
葉
を
、何
か
ひ
と
つ
興

味
を
持
た
れ
る
と
、そ
こ
か
ら
色
ん
な
発
想
の
糸
を
く
り

出
さ
れ
る
。
本
当
に
天
才
的
で
、そ
ば
で
ご
覧
に
な
っ
て

い
て
も
、こ
の
人
は
天
才
だ
な
あ
っ
て
思
っ
た
り
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

井
上
： 

う
ま
く
例
を
挙
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
け
ど
、同
じ

も
の
を
見
た
り
し
て
も
、違
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
る
と
い

う
感
じ
は
あ
り
ま
す
ね
。

館
長
： 

逆
に
、ユ
リ
さ
ん
が
気
づ
い
て
、
井
上
さ
ん
が
気

づ
か
な
い
と
こ
ろ
を
、こ
う
い
う
見
方
も
あ
っ
た
の
か
と

取
り
い
れ
た
り
は
さ
れ
ま
し
た
か
？ 

井
上
： 

そ
う
い
う
の
を
見
る
ん
で
す
ね
、も
の
を
書
く
人

た
ち
っ
て
。
自
分
と
違
う
感
じ
方
に
す
ぐ
気
が
付
く
の

で
す
ね
。
普
通
の
人
は「
あ
あ
そ
う
か
」く
ら
い
の
と
こ

ろ
に
、ぐ
っ
と
食
い
つ
く
。

館
長
： 

い
つ
も
ア
ン
テ
ナ
が
活
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
あ

と
は
い
ろ
い
ろ
膨
ら
ま
せ
た
り
し
て
、作
品
の
中
に
上
手

に
入
れ
た
り
す
る
。
そ
う
し
な
い
と
沢
山
の
も
の
を
書

け
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
。

井
上
： 

旅
行
な
ど
に
行
く
と
、こ
の
人
は
見
て
い
る
時
間

よ
り
書
い
て
い
る
時
間
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
く
ら
い
、メ
モ
を
取
っ
た
り
地
図
を
書
い
た
り
絵
を
描

い
た
り
し
て
い
ま
す
。
書
き
た
い
も
の
が
ま
だ
沢
山
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

館
長
： 

メ
モ
の
よ
う
に
、何
か
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
あ

る
の
で
す
か
？ 

井
上
： 

こ
ま
つ
座
の
人
達
と
打
ち
合

わ
せ
を
す
る
時
に
、
今
度
は
こ
う
い

う
芝
居
を
書
き
た
い
と
か
、こ
う
い

う
テ
ー
マ
で
書
き
た
い
と
か
。
チ
ェ
ー

ホ
フ
の
あ
と
、シェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
モ
リ

エ
ー
ル
を
書
い
て
、チェ
ー
ホ
フ
と
の
三

部
作
に
し
た
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ヴ
ェ

ル
ディ
も
書
き
た
か
っ
た
。

館
長
： 

ヴ
ェル
ディ
？ 

オ
ペ
ラ
も
よ
く

ご
覧
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
か
？ 

井
上
： 
オ
ペ
ラ
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、音
楽
と
か
歌
と
か
、展
開
の
仕
方
に
は
す
ご
く

興
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ヴ
ェル
ディ
に
つ
い
て
は
書
き

た
い
と
言
っ
て
、イ
タ
リ
ア
旅
行
の
時
、ヴ
ェル
デ
ィ
の
生

家
を
見
に
行
き
ま
し
た
。

館
長
： 

イ
タ
リ
ア
の
劇
作
家
、ゴ
ル
ド
ー
ニ
の
翻
訳
が
出
た

頃
に
文
学
賞
の
選
考
で
お
会
い
し
た
と
き
、井
上
さ
ん
は

ゴ
ル
ド
ー
ニ
に
関
す
る
薀う

ん
ち
く蓄

を
と
う
と
う
と
傾
け
て
、な

か
な
か
止
ま
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た（
笑
）。
面
白
か
っ
た

ん
で
す
け
ど
翻
訳
の
可
否
が
問
題
で
す
か
ら
、僕
が
途
中

で
止
め
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら「
ゴ
ー
ル
ド
ニ
目
が
く

ら
ん
で
長
い
こ
と
喋
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」っ
て
当

意
即
妙
に
井
上
風
の
冗
談
で
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

井
上
： 

ゴ
ル
ド
ー
ニ
っ
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
人
で
、
私
は
あ

の
辺
り
に
い
た
も
の
で
す
か
ら
、方
言
が
少
し
解
る
ん
で

す
。
そ
の
話
を
し
た
ら「
じ
ゃ
あ
さ
、一
緒
に
ゴ
ル
ド
ー
ニ

翻
訳
し
よ
う
よ
」っ
て
言
っ
た
こ
と
が
十
何
年
前
に
あ
っ

た
け
ど
、そ
れ
っ
き
り
お
互
い
に
忘
れ
て
い
た
の
を
、今

思
い
だ
し
ま
し
た
。

館
長
： 

い
つ
頃
で
す
か
、ユ
リ
さ
ん
の
イ
タ
リ
ア
留
学
は
。

大
学
は
日
本
で
す
か
？ 

井
上
： 

そ
う
で
す
。
小
学
校
6
年
で
チ
ェコ
か
ら
戻
り
ま

し
た
。
大
学
を
出
て
短
期
間
仕
事
に
就
い
た
後
に
調
理

師
学
校
に
行
き
ま
し
た
。
1
年
間
で
調
理
師
免
許
を
取

得
し
て
、そ
の
あ
と
2
年
間
そ
こ
で
働
い
て
、イ
タ
リ
ア

に
行
き
ま
し
た
。

館
長
： 

井
上
さ
ん
は
、お
料
理
さ
れ
た
ん
で
す
か
？ 

井
上
： 

ひ
さ
し
さ
ん
も
離
婚
の
後
、自
分
の
こ
と
は
自
分

で
出
来
な
い
と
、と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
、私
と
再
婚

し
て
か
ら
は
、夜
食
ぐ
ら
い
は
作
れ
る
よ
う
に
と
何
品
か

教
え
ま
し
た
。
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
は
自
分
で
茹
で
て
夜
中
に

作
っ
て
い
ま
し
た
よ
。

館
長
： 

お
仕
事
は
大
体
夜
で
す
か
？ 

井
上
： 

夜
で
す
。
何
度
も
切
り
替
え
よ
う
と
し
ま
し
た

け
ど
、や
っ
ぱ
り
夜
に
な
る
ん
で
す
。

1953年東京生まれ。日本共産党幹部会委
員で衆議院議員を務めた父、米原昶の仕事
のため、両親、姉（米原万里）とともに渡欧、小
学生時代はチェコスロバキアで暮らし、在プラ
ハ・ソビエト学校で学ぶ。高校の理科教員を
経て、大阪あべの辻料理師専門学校で学び、
料理研究家としてイタリア料理教室を主宰。
1987年に井上ひさしと結婚。2008年に「米原
万里展 『ロシア語通訳から作家へ』」を企画・
構成・編集。
著書に『今日から私は一流シェフ』全 4巻

（2005、新日本出版）、編著書に『米原万里
を語る』（2009、かもがわ出版）、共著に『米
原万里、そしてロシア』（2009、かまくら春秋
社）、『井上ひさしの言葉を継ぐために』（岩
波ブックレットNo.798、2010、岩波書店）など。

ゲスト

井上ユリ
（料理研究家・井上ひさし氏夫人）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

菅野昭正館長井上ユリ氏

井上ひさし『一分ノ一』、2011、講談社

井上ユリ（いのうえ・ゆり）
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館
長
： 

で
も
、締
切
が
近
づ
く
と
昼
間
も
お
仕
事
せ
ざ
る

を
え
な
い
っ
て
こ
と
も
お
あ
り
で
し
た
か
、昼
も
夜
も
仕

事
の
ペ
ー
ス
は
変
わ
ら
な
い
で
す
か
。

井
上
： 

ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
必
ず
眠
る
ん
で

す
。
睡
眠
時
間
は
た
っ
ぷ
り
と
り
ま
す
。
寝
な
い
と
頭
が

悪
く
な
る
か
ら
だ
め
だ
っ
て
。
ど
ん
な
に
相
手
が
焦
っ
て

い
て
も
、寝
な
い
と
こ
こ
は
書
け
な
い
、と
い
う
時
は
寝

ま
す
。「
そ
の
方
が
早
い
ん
だ
」と
、言
っ
て
い
ま
し
た
。

館
長
： 

い
ろ
ん
な
プ
ロ
ッ
ト
を
考
え
ら
れ
る
時
は
、小
説

も
芝
居
も
い
つ
も
丹
念
に
準
備
さ
れ
て
か
ら
書
い
て
い
ら

し
た
の
で
す
か
？ 

井
上
： 

そ
う
で
す
ね
。
小
説
の
時
は
ゆ
る
く
作
り
ま
す

ね
。
小
説
は
書
き
な
が
ら
あ
っ
ち
に
飛
ん
だ
り
こ
っ
ち
に

飛
ん
だ
り
す
る
の
が
楽
し
い
の
で
、プ
ロ
ッ
ト
は
ざ
っ
く

り
作
り
ま
す
。
芝
居
は
時
間
や
場
面
や
、人
物
の
制
約

が
あ
る
の
で
、厳
密
に
作
っ
て
最
後
の
セ
リ
フ
ま
で
読
み

切
っ
て
か
ら
書
き
ま
す
。
で
、ど
こ
か
破
綻
を
見
つ
け
る

と
、書
き
直
し
で
す
ね
。

館
長
： 

書
き
直
し
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
っ
た
の
で
す

か
？ 

井
上
： 

あ
り
ま
し
た
ね
。
途
中
ま
で
で
書
き
直
し
と
か
、

最
初
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
を
直
す
と
か
。
小
説
で
は
そ
う
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
だ
と
作
者
が
迷
っ
て
あ
ち
こ

ち
行
く
の
も
楽
し
ま
せ
ら
れ
る
。

館
長
： 

ち
ょ
っ
と
外
し
て
も
そ
れ
を
ど
こ
か
で
嵌
め
込
ん

だ
り
、そ
れ
で
ま
た
小
説
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
最
後
ま
で
そ
う
い
う
や
り
方

で
貫
か
れ
た
の
で
す
か
？ 

井
上
： 

そ
う
で
す
ね
。
お
芝
居
の『
闇
に
咲
く
花
』

（
1
9
8
7
）は
9
回
く
ら
い
プ
ロ
ッ
ト
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

館
長
： 

9
回
の
プ
ロ
ッ
ト
は
全
部
残
っ
て
い
る
の
で
す

か
？ 

井
上
： 

仙
台
文
学
館
で
こ
の
春
展
示
し
ま
し
た
。
変
遷

が
解
っ
て
、す
ご
く
面
白
い
展
示
で
し
た
。

次
に
書
く
小
説
を
読
み
た
か
っ
た

館
長
： 

今
度
は
お
姉
さ
ま
の
米
原
万
里
さ
ん
の
お
話
を

伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
万
里
さ
ん
と
あ
な
た
と
は
お
い

く
つ
違
わ
れ
ま
す
か
？ 

井
上
： 

3
歳
と
い
う
か
2
歳
半
と
い
う
か
。
学
年
は
2

年
違
い
で
す
。

館
長
： 

チ
ェコ
の
プ
ラ
ハ
で
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
し
た
の
は
5

年
間
く
ら
い
で
す
か
？ 

井
上
： 

ま
る
ま
る
5
年
で
す
。
姉
は
小
学
校
3
年
か
ら

中
学
2
年
ま
で
の
思
春
期
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、私
よ
り

た
く
さ
ん
影
響
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。

館
長
： 

ち
ょ
う
ど
言
葉
を
覚
え
る
の
に
、そ
の
く
ら
い
の

年
齢
は
一
番
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
帰
国
し
て
か
ら

ロシ
ア
語
は
ど
う
な
さ
っ
た
ん
で
す
か
？ 

井
上
： 
帰
っ
て
か
ら
も
父
は
ロシ
ア
語
の
本
を
ち
ゃ
ん
と
読

み
続
け
な
さ
い
と
、私
た
ち
を
当
時
代
々
木
に
あ
っ
た「
日

ソ
図
書
館
」へ
連
れ
て
行
っ
て
借
り
方
を
教
え
て
く
れ
て
、

神
保
町
の「
ナ
ウ
カ
書
店
」に
も
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
よ
く
図
書
館
の
本
を
借
り
て
読
ん
で
い
ま
し
た
。

館
長
： 

帰
国
子
女
だ
か
ら
い
じ
め
ら
れ
る
と
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
。

井
上
： 

あ
の
頃
は
帰
国
子
女
と
言
っ
て
入
れ
て
く
れ
る
大

学
や
学
校
も
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、い
じ
め
も
全
然
感
じ

な
か
っ
た
で
す
ね
。

館
長
： 

万
里
さ
ん
の
随
筆
の
中
で
、ど
れ
が
お
薦
め
で
す

か
？ 

井
上
： 

随
筆
で
は
な
く
て
初
め
て
書
い
た
小
説
で
す
ね
。

館
長
： 『
オ
リ
ガ・モ
リ
ソ
ヴ
ナ
の
反
語
法
』（
2
0
0
2
、集

英
社
）で
す
ね
。

井
上
： 

え
え
。
正
直
に
言
い
ま
す
と
、そ
の
前
に
書
か
れ

た『
嘘
つ
き
ア
ー
ニ
ャ
の
真
っ
赤
な
真
実
』（
2
0
0
1
、角

川
書
店
）が
評
判
に
な
っ
て
大
宅
壮
一
ノ
ン
フィ
ク
ショ
ン
賞

を
頂
き
、今
で
も
よ
く
売
れ
て
い
ま
す
が
、フィ
ク
シ
ョン

が
結
構
多
い
ん
で
す
。

館
長
： 

あ
な
た
は
判
る
わ
け
で
す
ね
、体
験
を
共
有
し
て

お
ら
れ
る
か
ら
。

井
上
： 

は
い
。
そ
こ
で「
こ
う
い
う
フィ
ク
シ
ョン
の
作
り

方
は
な
い
だ
ろ
う
」と
い
う
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
姉
の
フィ
ク
シ
ョン
を
読
む
の
が
怖
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
。「
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
」っ
て
。
そ
れ
で『
オ
リ
ガ
・

モ
リ
ソ
ヴ
ナ
の
反
語
法
』も
、姉
に
は
申
し
訳
な
い
こ
と

を
し
た
の
で
す
が
、亡
く
な
っ
て
か
ら
読
み
ま
し
た
。
そ

う
し
た
ら
、こ
れ
が
と
て
も
よ
か
っ
た
。
丸
ご
と
フィ
ク

シ
ョン
だ
か
ら
こ
そ
す
ご
く
リ
ア
リ
ティ
が
あ
っ
て
。
こ
れ

を
読
ま
ず
に
い
て
悪
い
こ
と
し
た
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

怖
か
っ
た
の
は
、身
内
の
感
覚
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

館
長
： 

身
内
の
感
覚
と
い
う
と
、ひ
さ
し
さ
ん
の
お
仕
事

に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
？ 

井
上
： 

ひ
さ
し
さ
ん
は
知
り
合
う
前
か
ら
愛
読
者
で
し

た
か
ら
。
結
婚
し
て
も
身
内
と
い
う
感
覚
で
は
な
く
一

フ
ァ
ン
と
し
て
楽
し
ん
で
読
め
ま
し
た
。
姉
に
対
し
て
は

そ
れ
が
な
か
な
か
。
で
も
エッ
セ
イ
に
つ
い
て
は
、そ
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
言
語
論
と
か
、
面
白
く
読

ん
で
い
ま
し
た
し
、笑
わ
せ
る
も
の
も
楽
し
く
読
め
ま
し

た
。
ア
ー
ニ
ャ
の
時
を
引
き
ず
っ
て
し
ま
っ
て
悪
か
っ
た

な
あ
と
思
い
ま
す
。
や
っ
と
小
説
を
１
作
書
い
て
、書
き

い
た
い
嘘
つ
き
じ
ゃ
な
い
と
小
説
家
に
は
な
れ
ま
せ
ん
か

ら
ね（
笑
）。

井
上
： 

ホ
ラ
吹
き
っ
て
や
つ
で
す
ね（
笑
）。

館
長
： 

人
を
だ
ま
す
噓
で
は
な
く
、喋
っ
て
い
る
う
ち
に

だ
ん
だ
ん
小
説
を
書
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
き

て
、話
が
増
幅
し
て
い
く
。

井
上
： 

ひ
さ
し
さ
ん
も
そ
う
で
す
ね
。
あ
っ
た
こ
と
を
、

も
っ
と
面
白
い
話
に
し
て
や
ろ
う
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
ん
で

す
よ
ね
。

館
長
： 

そ
れ
は
作
家
の
一
つ
の
素
質
で
す
ね
。
米
原
万
里

さ
ん
が
い
な
く
な
ら
れ
て
、井
上
ユ
リ
さ
ん
が
後
を
継
い

で
随
筆
を
お
書
き
に
な
ら
れ
な
い
で
す
か
？ 

井
上
： 

い
や
い
や
。
姉
も
ひ
さ
し
さ
ん
も
、各
々
タ
イ
プ

は
違
い
ま
す
が
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
人
と
違
う

見
方
が
出
来
る
ん
で
す
。
同
じ
体
験
を
し
て
も
、万
里
が

家
に
帰
っ
て
話
す
と
面
白
い
話
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
ひ
さ
し

さ
ん
か
ら
も「
あ
、そ
う
か
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん

だ
」と
い
う
事
に
よ
く
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う

人
た
ち
が
も
の
を
書
い
て
、そ
れ
以
外
の
人
は
そ
れ
を
楽

し
ま
せ
て
頂
く
の
が
い
い
で
す
。

館
長
： 

そ
の
楽
し
ん
だ
部
分
を
お
書
き
に
な
っ
て
、井
上

さ
ん
も
そ
う
だ
し
、お
姉
さ
ま
の
も
そ
う
だ
し
、書
き
残

さ
れ
た
こ
と
を
。

井
上
： 

ひ
さ
し
さ
ん
は
、放
送
作
家
時
代
か
ら
合
わ
せ
る

と
作
家
を
50
年
く
ら
い
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け

長
く
書
い
た
作
家
っ
て
、自
分
の
全
部
を
文
章
に
う
つ
す

こ
と
が
出
来
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
亡
く
な
っ
た
後
で
出

版
さ
れ
る
本
を
読
む
度
に
、ひ
さ
し
さ
ん
は
こ
の
文
章
の

中
に
い
る
っ
て
実
感
し
ま
す
。
家
に
は
遺
品
も
あ
り
ま
す

が
、そ
う
い
う
物
の
中
で
は
な
く
、本
の
中
に
丸
ご
と
い

る
。
人
生
の
大
部
分
を
作
家
と
い
う
職
業
で
過
ご
し
た

人
は
、作
品
に
全
部
魂
が
残
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
、姉
は

そ
れ
が
少
し
出
来
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
可
哀
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

館
長
： 

一
般
の
読
者
に
は
そ
こ
ま
で
な
か
な
か
伝
わ
り
ま

せ
ん
か
ら
、ぜ
ひ
そ
れ
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。
書
く
こ
と

は
自
分
の
中
か
ら
引
き
出
す
作
業
で
す
か
ら
、井
上
ユ
リ

さ
ん
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
引
き
出
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。
ぜ
ひ
そ
れ
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

井
上
： 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
、な
か
な
か「
は

い
」と
は
お
返
事
で
き
な
い
で
す
が
。

（
2
0
1
2
年
6
月
8
日
、世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）

講演録

『知の巨匠 加藤周一』
（菅野昭正編著、大江健三郎・姜尚中・高階秀爾・池澤夏
樹・海老坂武・山崎剛太郎・清水徹著、2011、岩波書店）
＊ 日仏会館で2010年9月17日に行われた海老坂氏講演も
併せて収録

『村上春樹の読みかた』
（菅野昭正編、石原千秋・亀山郁夫・三浦雅士・藤井省三・
加藤典洋著、2012、平凡社）

本年度の連続講座『ことばの魔術師―井上ひさし』
の講演録も、2013年に岩波書店より刊行予定。

世田谷文学館では2010年より、当館館長の菅野昭正の企画、構成によ
る連続講座を行っています。この講座では、日本文学と文化に大きな業績
を残し、影響を与える作家を一人取り上げ、ゆかりの深い方々、研究者に
よって多方面から読み解き、考える機会とするため、開催して参りました。

2010年「知の巨匠－加藤周一ウィーク」、11年「村上春樹の読みかた」、さ
らに本年開催した「ことばの魔術師 井上ひさし」のいずれも、各講師と参
加者双方の熱意あふれる充実した催しになりました。この連続講座は終了
後に講演録が刊行され、講演会に参加いただけなかった方でも本を通じて
第一線で活躍中の各講師の見解、考察を辿っていただくことができます。

連続講座
「知の巨匠－加藤周一ウィーク」

2010年9月18日 大江健三郎（作家）
「いま『日本文学史序説』を再読する」

2010年9月19日 姜尚中（東京大学大学院教授）
「戦争の世紀を超えて－加藤周一が目ざしたもの」

2010年9月23日 高階秀爾（美術評論家）
「日本美術に見る空間と時間－加藤周一の文化論を
めぐって」

2010年9月25日 池澤夏樹（作家）
「雑種文化と国際性」

2010年9月26日 山崎剛太郎（翻訳家・詩人）×清水徹（仏文学者）
対談「加藤周一の肖像－青春から晩年まで」

連続講座
「村上春樹の読みかた」

2011年9月10日 石原千秋（日本近代文学研究、早稲田
大学教育・総合科学学術院教授）
「二人の村上春樹」

2011年9月11日 亀山郁夫（ロシア文化・ロシア文学研究、
東京外国語大学学長）
「神の夢または1Q84のアナムネーシス」

2011年9月18日 三浦雅士（編集者・文芸評論家・舞踏
研究者）
「言葉と死」

2011年9月19日 藤井省三（中国文学研究、東京大学大学院人文社会系研究科教授）
「中国語圏における村上春樹」

2011年9月23日 加藤典洋（文芸評論家・早稲田大学国際教養学部教授）
「村上春樹の短編世界をめぐって」

連続講座
「ことばの魔術師－井上ひさし」

2012年6月16日 阿刀田高（作家）
「井上ひさし－小説の書き手として、読み手
として」

2012年6月17日 横山眞理子（映像プロデュー
サー・作家）
「井上ひさし－自立と共生の街・ボローニャ
に恋して」

2012年6月23日 小田島雄志（英文学者・演劇評論家）
「『藪原検校』－ことばが掘り出すもの」

2012年6月24日 鵜山仁（演出家）
「井上ひさし－稽古場から劇場へ」

2012年6月30日 小森陽一（東京大学教授・文芸評論家）
「遅筆堂への七本の道」
＊各講師の肩書は、開催時のもの

報告 連続講座

方
が
少
し
わ
か
っ
て
、次
に
書
く
小
説
を
ぜ
ひ
と
も
読
み

た
か
っ
た
で
す
ね
。

館
長
： 

井
上
さ
ん
は
先
に
お
読
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
す

か
？ 

井
上
： 

は
い
。
ひ
さ
し
さ
ん
は
読
ん
で
褒
め
て
く
れ
て
い

ま
し
た
。

館
長
： 

惜
し
か
っ
た
で
す
ね
。万
里
さ
ん
も
勿
論
も
っ
と
小

説
を
お
書
き
に
な
る
気
持
ち
は
お
持
ち
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

井
上
： 

そ
う
で
す
ね
。い
く
つ
か
構
想
は
あ
っ
た
み
た
い

で
す
。

館
長
： 

通
訳
の
仕
事
も
ず
っ
と
続
け
て
お
ら
れ
た
ん
で

す
か
？ 

井
上
： 

講
談
社
エ
ッ
セ
イ
賞（『
魔
女
の
1
ダ
ー
ス
―
正
義

と
常
識
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
13
章
』、
1
9
9
6
、読
売
新

聞
社
）を
と
っ
て
か
ら
執
筆
の
仕
事
が
ど
ん
ど
ん
来
る
よ

う
に
な
っ
て
、両
立
出
来
な
い
の
で
通
訳
の
仕
事
は
だ
ん

だ
ん
減
ら
し
て
、最
後
の
7
、8
年
は
ほ
と
ん
ど
書
く
方

で
し
た
。

館
長
： 

い
つ
も
タ
イ
ト
ル
が
面
白
い
で
す
ね
。
最
初
の『
不

実
な
美
女
か
貞
淑
な
醜ブ

ス女
か
』（
1
9
9
4
、徳
間
書
店
）か

ら
面
白
い
で
す
よ
ね
、逆
説
的
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ

う
。
他
の
タ
イ
ト
ル
で
も
そ
う
い
う
工
夫
が
あ
り
ま
す
ね
。

井
上
： 

ち
ょ
っ
と
や
り
す
ぎ
る
ん
で
す
。
で
も
、そ
こ
が

万
里
の
個
性
な
の
で
。

館
長
： 

万
里
さ
ん
は
、子
供
の
時
か
ら
い
ろ
い
ろ
書
い
た

り
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
か
？ 

井
上
： 

作
文
も
で
す
が
、
お
話
が
上
手
で
し
た
。
万
里

の
話
が
上
手
い
の
で
、
先
生
が
み
ん
な
の
前
に
呼
ん
で
、

「
じ
ゃ
あ
米
原
さ
ん
お
話
し
て
み
て
」っ
て
。
万
里
が
話
を

す
る
と
面
白
い
の
で
、私
も
楽
し
ん
で
聞
い
て
い
ま
し
た
。

館
長
： 

自
分
で
お
話
を
作
る
の
で
す
か
。

井
上
： 

は
い
。
大
人
に
な
っ
て
も
、何
か
可
笑
し
い
こ
と

が
あ
る
と
、「
ね
え
ね
え
」と
電
話
し
て
き
た
り
。

館
長
： 

や
っ
ぱ
り
一
種
の
作
家
魂
、作
家
の
素
質
み
た
い

な
も
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
い
た
ん
で
す
ね
。
だ

井上ユリ編著、共著から（『米原万里を語る』2009、かもがわ出版、
『米原万里、そしてロシア』2009、かまくら春秋社、岩波ブックレット
『井上ひさしの言葉を継ぐために』2010、岩波書店）
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世
田
谷
に
は
北
原
白
秋
、齋
藤
茂
吉
、萩
原
朔
太
郎
、三
好

達
治
、
中
村
汀
女
な
ど
の
詩
人
・
歌
人
た
ち
が
好
ん
で
住
み
、

こ
の
地
を
舞
台
に
数
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
2
年
2
月
19
日
〜
6
月
15
日

▼ 

安
部
壽
子
様
　
新
井
啓
子
様
　
新
井
信
子
様
　
磯
貝
辰
典
様
　
伊
藤
勲
様
　
遠
藤

め
ぐ
み
様
　
角
田
益
信
様
　
小
埜
裕
二
様
　
近
藤
圭
一
様
　
斎
藤
喜
美
子
様
　
澤
英

彦
様
　
鈴
木
紘
治
様
　
中
野
完
二
様
　
野
口
武
雄
様
　
星
野
明
彦
様
　
峯
岸
英
雄
様

▼ 

青
森
県
近
代
文
学
館
　
赤
磐
市
教
育
委
員
会
　
市
川
市
文
学
プ
ラ
ザ
　
う
ら
わ
美

術
館
　
雲
柱
社
　
絵
本
学
会
　
遠
藤
周
作
文
学
館
　
大
阪
国
際
児
童
文
学
館
　
小
田

原
市
郷
土
文
化
館
　
か
ご
し
ま
近
代
文
学
館
　
神
奈
川
文
学
振
興
会
　
金
沢
文
化
振

興
財
団
　
鎌
倉
文
学
館
　
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
　
北
九
州
市
市
民
文
化
ス
ポ
ー

ツ
局
　
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
　
京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
　

高
知
県
立
文
学
館
　
駒
沢
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
　
斎
藤
茂
吉
記
念
館
　
朔
北
社

出
版
部
　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
学
芸
部
　
子
規
庵
保
存
会
　
静
岡
市
美
術
館
　
白
百

合
女
子
大
学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
　
新
宿
区
地
域
文
化
部
　
杉
並
区
立
郷
土
博

物
館
　
砂
町
文
化
セ
ン
タ
ー
　
仙
台
文
学
館
　
全
国
文
学
館
協
議
会
　
田
原
市
博
物

館
　
中
央
区
立
郷
土
天
文
館
　
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館
　
土
屋
文
明
記
念
文

学
館
　
壺
井
栄
文
学
館
　
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
　
長
崎
県
文
化
観
光
物
産
局
　

新
美
南
吉
記
念
館
　
日
本
近
代
文
学
館
　
日
本
現
代
詩
歌
文
学
館
　
日
本
大
学
芸
術

学
部
図
書
館
　
姫
路
文
学
館
　
平
凡
社
編
集
部
　
北
海
道
立
文
学
館
　
前
橋
文
学
館
　

松
山
市
立
子
規
記
念
館
　
三
鷹
市
芸
術
文
化
振
興
財
団
　
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化

研
究
所
　
山
梨
県
立
文
学
館
　
横
浜
市
史
資
料
室
　
立
教
女
学
院
短
期
大
学
図
書
館
　

▼ 「
あ
け
び
」「
阿
部
知
二
研
究
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
海
紅
」「
が
い
こ
つ
亭
」「
風
花
」「
風
」

「
カ
プ
リ
チ
オ
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
季
刊
作
家
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
」「
雲
の
柱
」

「
月
刊
ト
ド
ロ
キ・ユ
キ
コ
」「
欅
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
午
前
」「
埼
東
文
学
」「
山

河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」「
抒
情
文
芸
」「
新
現
代
詩
」「
青
衣
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」

「
大
衆
文
化
」「
鬣
」「
多
摩
の
あ
ゆ
み
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」「
鶴
」「
野
口
冨
士

男
文
庫
」「
白
」「
歯
車
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
藝
軌
道
」「
文
芸
飯
能
」「
緑
の
杖
」「
ゆ

く
春
」「
横
光
利
一
研
究
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご
の
木
」「
檸
檬
」の
各
誌
ほ
か
よ
り
資
料
の

ご
寄
贈
、ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
五
十
音
順
）

今
号
の
表
紙
は
東
京
青
山
に
1
9
0
4（
明
治
37
年
）年
に

竣
工
し
た「
青
山
脳
病
院
」の
写
真
で
す
。
大
歌
人
・
齋
藤
茂

吉
の
義
父
で
あ
る
齋
藤
紀
一
が
創
設
し
、茂
吉
自
身
も
医
師
と

し
て
、後
に
院
長
と
し
て
働
き
生
活
し
た
私
立
の
精
神
病
院
。

そ
し
て
、
茂
吉
の
次
男
で
作
家
の
北
杜
夫
に
よ
る
長
編
小
説

『
楡
家
の
人
び
と
』の
主
要
な
舞
台
で
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
こ
の
青
山
脳
病
院
と
、今
秋
の
企
画
展
で
も
焦
点

を
あ
て
る
茂
吉
、北
杜
夫
親
子
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹

介
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

「
こ
れ
こ
そ
小
説
な
の
だ
！
」

『
楡
家
の
人
び
と
』
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
控
え
た

1
9
6
4（
昭
和
39
）年
の
春
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
病
院
経
営

者
一
族
の
三
代
に
わ
た
る
繁
栄
と
衰
退
の
物
語
を
、変
転
す
る

時
代
を
背
景
に
描
い
た
大
作
で
す
。
モ
デ
ル
は
作
者
と
そ
の
一

族
、齋
藤
家
の
人
び
と
で
し
た
。

三
島
由
紀
夫
が
、戦
後
に
書
か
れ
た
最
も
重
要
な
小
説
の
一

つ
と
し
、「
小
説
に
お
け
る
み
ご
と
な
勝
利
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ

小
説
な
の
だ
！
」と
賞
賛
し
た
こ
の
作
品
は
、発
表
当
時
か
ら

多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
き
ま
し
た
。
半
世
紀
後
の
現
在
も

版
を
重
ね
て
い
る
の
は
、三
島
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、あ
る
一
族

の
年
代
記
で
あ
り
な
が
ら
、近
代
日
本
の
時
代
と
運
命
を
象
徴

し
て
お
り
、ま
た
、み
ず
み
ず
し
い
ユ
ー
モ
ア
と
詩
情
が
行
間
か

ら
ほ
と
ば
し
り
出
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

彼
の
生
を
受
け
た
国
は
破
れ
た
。
病
院
は
焼
け
、息

子
の
音
沙
汰
は
な
く
、
娘
は
怪
我
を
負
い
、
生
涯
の
最

後
の
仕
事
と
思
っ
て
い
た
資
料
は
失
わ
れ
た
。
わ
ず
か

に
山
河
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
た
。
幼
少
期
を
過
ご
し
た
、

懐
か
し
い
、か
り
そ
め
な
ら
ぬ
山
河
が
。

（『
楡
家
の
人
び
と 

第
三
部
』）

山
形
県
の
農
村
に
生
ま
れ
、東
京
に
出
て
、持
ち
前
の
楽
天

主
義
と
破
天
荒
な
行
動
力
に
よ
り
一
代
で
壮
大
な
病
院
を
築

く
初
代
の
楡
基
一
郎
。
基
一
郎
と
同
郷
の
出
身
で
、秀
才
ぶ
り

を
認
め
ら
れ
て
楡
家
の
養
子
に
迎
え
ら
れ
、長
女
龍
子
と
結
婚

し
て
後
継
者
と
な
る
学
究
肌
の
楡
徹
吉
。
そ
し
て
、育
ち
は
良

い
が
、い
さ
さ
か
頼
り
な
い
徹
吉
の
息
子
、楡
峻
一
と
楡
周
二
。

基
一
郎
た
ち
は
東
京
と
い
う
都
市
の
発
展
と
膨
張
に
合
わ

せ
る
か
の
よ
う
に
、本
郷
、青
山
、郊
外
の
世
田
谷
松
原
へ
と

病
院
の
拠
点
を
移
し
て
い
き
ま
す
。
彼
ら
の
歴
史
は
、ス
ケ
ー

ル
の
差
こ
そ
あ
れ
、故
郷
を
離
れ
て
刻
苦
勉
励
し
て
一
家
を
盛

り
立
て
、や
が
て
太
平
洋
戦
争
で
深
い
傷
を
負
う
こ
と
に
な
る

多
く
の
日
本
人
の
姿
に
そ
の
ま
ま
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
お
と
ど
け
く
だ
さ
っ
た
方
に
は
謝
礼
を
致
し
ま
す
」

北
杜
夫
が『
楡
家
の
人
び
と
』を
構
想
し
た
の
は
大
学
時
代

に
遡
り
ま
す
。
当
初
の
タ
イ
ト
ル
は『
神
尾
家
の
人
々
』。
医
学

部
を
卒
業
し
て
間
も
な
い
1
9
5
3
年
の
日
記（
当
館
蔵
）に

も「『
神
尾
家
の
人
々
』の
中
で
、僕
は
戦
争
を
書
き
た
い
。
そ

の
な
か
の
一
人
は
沖
縄
か
南
洋
で
悲
惨
な
死
を
と
げ
る
」と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

北
は
18
歳
で
父
、茂
吉
の
短
歌
に
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
り
文

学
に
目
覚
め
ま
し
た
。
父
の
厳
命
に
逆
ら
え
ず
医
学
部
に
進

み
は
し
ま
す
が
、文
学
へ
の
志
は
固
く
、将
来
は
作
家
に
な
る

と
決
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
傾
倒
し
て
い
た
ト
ー
マ
ス・マ

ン
の『
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
オ
ク
家
の
人
々
』を
読
ん
だ
こ
と
が
、長
編

小
説
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

『
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
オ
ク
家
の
人
々
』は
百
年
も
つ
づ
い
た

一
商
会
の
三
代
に
わ
た
る
歴
史
で
あ
り
、
没
落
史
で
あ

る
。
長
編
の
魅
力
を
し
み
じ
み
と
私
は
こ
の
小
説
か
ら

教
わ
っ
た
。 

（「
舞
台
再
訪『
楡
家
の
人
び
と
』」）

北
が
執
筆
の
本
格
的
な
準
備
を
始
め
た
の
は
1
9
6
1
年

ご
ろ
。
親
類
や
元
病
院
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
や
、大
正

以
降
の
新
聞
の
抜
書
き
を
丹
念
に
メ
モ
し
た
大
学
ノ
ー
ト
が

3
冊
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
冊
目
の
ノ
ー
ト
は
、初
期
の
短
編『
星
の
な
い
街
路
』『
不

倫
』（
共
に
1
9
5
8
年
発
表
）の
草
稿
ノ
ー
ト
を
活
用
し
た
も

の
。
表
紙
に
は「
神
尾
家
の
人
々
N
O
T
E
」と
あ
り
、そ
の
上

に
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
ら
し
い「
楡
家
の
ひ
と
び
と
」の

文
字
が
見
え
ま
す
。
裏
表
紙
の
見
返
し
に
は
、「
神
谷
家
」「
白

川
家
」「
逸
谷
家
」「
櫟い

ち
い

家
」な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ
、
最
終
的

に「
楡
家
」に
落
ち
着
く
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
変
遷
の
過
程
が
見

て
と
れ
ま
す
。

ま
た
、こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
は
い
ず
れ
も
表
紙
に「 

重
要
品 

」

と
大
書
の
う
え「 

貴
重 

お
と
ど
け
下
さ
っ
た
方
に
は
謝
礼
を

致
し
ま
す
」と
、住
所
が
記
さ
れ
て
あ
り
、作
者
が「
ど
く
と
る

マ
ン
ボ
ウ
」シ
リ
ー
ズ
な
ど
で
見
せ
た
天
性
の
ユ
ー
モ
リ
ス
ト
と

し
て
の
側
面
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

さ
て
、北
は
家
族
を
モ
デ
ル
に『
楡
家
の
人
び
と
』を
書
き

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介 

㊺

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展 

2 

0 

1 

2
年
度
後
期 

「
文
学
に
描
か
れ
た
世
田
谷

―
世
田
谷
の
詩
歌
と
山
本
健
吉
」

世
界
中
の
物
語
を
通
じ
て
少
年
少
女
た
ち
に
勇
気
と
励
ま

し
、異
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
を
与
え
つ
づ
け
て
き
た
岩
波
少
年

文
庫
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督
の
宮
崎

駿
が
選
ん
だ
50
冊
を
、本
人
の
直
筆
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
ご

紹
介
し
ま
す
。
50
冊
の
中
か
ら
、あ
な
た
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
1
冊
が
必
ず
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。

1. 子どものための読み聞かせ「お話の森」 
※申込受付終了

 出演： 小林顕作（俳優・脚本家・演出家・「コンド
ルズ」脚本担当）

 日時： 8月9日（木）14時～ 15時

2. 子ども向けワークショップ 
「ものがたりとの出会いかた」

 心に残る「フレーズ」や「挿絵」、色々なテーマで
岩波少年文庫を読みながら、お気に入りの一冊
を見つけます。

 講師： ブックピックオーケストラ 
 （代表：川上洋平）

 日時： 8月25日（土）14時～ 16時30分
 対象： 小学3年生以上
 参加費：無料 /事前申込みによる抽選30名　 
※詳細はお問い合わせください。

3. 無料アニメ上映会
 9月9日（日）11時～ 
『注文の多い料理店』 

 （桜映画社・エコー社 19分）
 『セロひきのゴーシュ』 

 （学研 21分）
 14時～ 
『アルプスの少女ハイジ』 

 （東宝東和 107分）
 9月15日（土）11時～ 
『クマのプーさん プーさんとはちみつ』

 『クマのプーさん イーヨのおたんじょうび』
  （ディズニー・プロ 51分）
 14時～ 
『せむしのこうま』 

 （モスクワ映画 58分）
 ＊参加費：無料 /各回とも当日先着150名

1～3の会場はいずれも1階文学サロン。本展記念 
対談［出演：江國香織、金原瑞人］は7月22日に終了。

4. 移動文学館パネル展示
 7月21日（土）～ 9月17日（月・祝） 1階ロビー
 名作文学の舞台の写真を通して、物語の楽しさや 
魅力を伝える「移動文学館」。『クマのプーさん』
と宮沢賢治の童話の世界をご覧いただけます。

5. 大人に捧げる、 
ジュニアたちの直筆推薦文展

 8月1日（水）～ 9月17日（月・祝）
 夏休みの期間中、小・中・高校生が選んだ大人
たちに読んでほしい本を文学館で展示する、毎
年恒例の〈ジュニア堂書店〉。今年は本展にあ
わせて、みなさんが書いたアンケートの一部を
館内に展示します。

宮
崎
駿
の
直
筆
推
薦
文
と
映
画
化
作
品
の
世
界

岩
波
少
年
文
庫
は
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
の
源
流
の
ひ
と
つ

で
も
あ
り
ま
す
。
今
回
展
示
す
る
50
冊
の
直
筆
推
薦
文
は
、

宮
崎
駿
が
4
0
0
冊
を
こ
え
る
岩
波
少
年
文
庫
を
実
際
に
手

に
と
り
な
が
ら
3
ヵ
月
か
け
て
じ
っ
く
り
と
選
び
、
1
冊
1
冊

を
読
み
直
し
な
が
ら
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

会
場
で
は
、
50
冊
の
う
ち
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
映
画
化
し
た

「
ゲ
ド
戦
記
」、そ
し
て『
床
下
の
小
人
た
ち
』を
映
画
化
し
た

「
借
り
ぐ
ら
し
の
ア
リ
エッ
ティ
」の
作
品
世
界
を
、ジ
オ
ラ
マ
や

映
画
の
制
作
資
料
な
ど
に
よ
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

北
杜
夫『
楡
家
の
人
び
と
』創
作
ノ
ー
ト

北
杜
夫
氏
寄
贈
資
料
よ
り

ま
し
た
が
、高
名
な
歌
人
で
あ
っ
た
父
、茂
吉
に
つ
い
て
は
文

学
者
の
側
面
を
あ
え
て
切
り
捨
て
て
二
代
目
徹
吉
の
人
物
像

を
造
型
し
ま
し
た
。
内
向
的
で
本
来
開
業
医
に
向
か
な
い
性

格
な
が
ら
、二
代
目
の
役
割
を
律
儀
に
果
た
し
続
け
る
徹
吉

の
人
物
像
は
、初
代
基
一
郎
の
カ
リ
ス
マ
性
を
よ
り
強
く
読
者

に
印
象
づ
け
る
た
め
の
執
筆
上
の
テ
ク
ニッ
ク
で
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、北
を
文
学
に
開
眼
さ
せ
た
歌
人
・
齋
藤

茂
吉
は
、あ
ら
ゆ
る
父
と
息
子
の
関
係
の
例
に
洩
れ
ず
、北
に

と
っ
て
、い
つ
か
は
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
対

象
で
も
あ
り
ま
し
た
。

1
9
8
8
年
、
60
歳
の
北
は
、『
茂
吉
あ
れ
こ
れ
』の
連
載
を

開
始
し
ま
す
。
10
年
が
か
り
で
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
茂
吉

評
伝
四
部
作
の
始
ま
り
で
し
た
。

＊
ご
紹
介
し
た
資
料
は
、企
画
展「
生
誕
1
3
0
年
記
念 

齋
藤

茂
吉
と『
楡
家
の
人
び
と
』」展（
10
月
6
日
〜
12
月
2
日
、
12

頁
参
照
）で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

1950（昭和25）年 箱根での齋藤茂吉（1882～1953）と宗吉
（のちの北杜夫1927～2011）

「楡家の人びと」創作ノート１の表紙と裏表紙見返し

7月21日（土）～ 9月17日（月・祝）

会
場
限
定
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ 

特
製「
ミ
ニ
本
」プ
レ
ゼ
ン
ト

会
期
中
、当
館
で
本
展
チ
ケ
ッ
ト
を
ご
購
入
の
お
客
さ
ま

（
中
学
生
以
下
は
、館
内
設
置
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た

だ
い
た
方
）先
着
4
0
0
0
名
に
特
製「
ミ
ニ
本
」を
1
冊
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

『小公子』 
表紙画：小西英子

『ガラガラヘビの味』 
表紙画：しりあがり寿

大
切
な
本
が
、一
冊
あ
れ
ば
い
い
。―
宮
崎
駿

展
覧
会
の
ご
案
内

宮崎駿が選んだ50冊の 
直筆推薦文展関連イベント

岩
波
少
年
文
庫
の
挿
絵
原
画
展

物
語
と
切
り
は
な
せ
な
い
挿
絵
の
魅
力
。
近
年
出
版
さ
れ

岩
波
少
年
文
庫
60
年
の
あ
ゆ
み

戦
後
ま
も
な
い
1
9
5
0
年
、世
界
の
古
典
や
児
童
文
学
の

名
作
を
平
明
で
美
し
い
日
本
語
に
移
し
、子
ど
も
た
ち
に
贈
り

た
い
と
い
う
願
い
を
込
め
て
創
刊
さ
れ
た
岩
波
少
年
文
庫
。
そ

の
現
代
ま
で
の
あ
ゆ
み
と
と
も
に
、岩
波
少
年
文
庫
の
翻
訳
者

た
ち
の
仕
事
を
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
創
刊
時
に
企
画
編

集
を
手
が
け
、
自
ら
も
多
く
の
作
品
を
翻
訳
し
た
児
童
文
学

者
・
石
井
桃
子
、『
星
の
王
子
さ
ま
』の
翻
訳
で
知
ら
れ
る
仏
文

学
者
・
内
藤
濯
、『
ゲ
ド
戦
記
』の
翻
訳
者
・
清
水
真
砂
子
、『
ツ

バ
メ
号
と
ア
マ
ゾ
ン
号
』ほ
か
ア
ー
サ
ー
・ラ
ン
サ
ム
作
品
の
翻

訳
者
・
神
宮
輝
夫
の
資
料
を
展
示
し
ま
す
。

そ
こ
に
は
世
田
谷
の
風
土
や
季
節
の
移
り
変
わ
り
へ

の
親
し
み
、そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
の
中
に
あ
る
人
間
の

営
み
が
真
摯
に
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

評
論
家
の
山
本
健
吉
も
長
く
経
堂
に
居
を
構
え
、

古
典
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
詩
歌
を
中
心
に
、

『
芭
蕉
―
そ
の
鑑
賞
と
批
評
―
』『
柿
本
人
麻
呂
』

『
古
典
と
現
代
文
学
』な
ど
多
く
の
評
論
を
著
し
ま

し
た
。
日
本
文
学
の
中
に
あ
る
伝
統
的
な
美
し
さ
と

日
本
人
の
精
神
文
化
の
源
流
を
見
つ
め
続
け
た
の
で

す
。
し
か
し
そ
の
評
論
は
、分
か
り
易
い
文
章
と
文

学
作
品
に
対
す
る
愛
情
豊
か
な
内
容
で
あ
り
、山
本

健
吉
は
多
く
の
読
者
を
魅
了
す
る
名
随
筆
家
で
も

あ
り
ま
し
た
。

本
年
度
の
コ
レ
ク

シ
ョン
展
後
期
で
は
詩

歌
を
一つ
の
テ
ー
マ
と
し

て
、世
田
谷
で
生
ま
れ

た
詩
歌
と
そ
の
作
家
た

ち
、詩
歌
を
は
じ
め
日

本
文
学
の
魅
力
と
真

価
を
問
い
続
け
て
き
た

山
本
健
吉
の
生
涯
と
そ

の
業
績
を
、当
館
の
コレ

ク
ション
と
併
せ
て
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
。
ど
う

ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

10
月
6
日（
土
）〜
2
0
1
3
年
4
月
7
日（
日
）

た
岩
波
少
年
文
庫
の
表
紙
・
挿
絵
原
画
も
多
数
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

山本健吉『句歌歳時記』（春、夏、秋、冬・新年）1986、新潮社 
古今の歌、俳句を季節ごとに分け、鑑賞を付してまとめた
秀歌選集
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「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」「生誕125年 萩原朔太郎展」

第31回 「世田谷の書展」 「都市から郊外へ―1930年代の東京」
（世田谷美術館との共同企画）

常設展示 特集・萩原葉子

展
覧
会 

広
報
物

イ
ベ
ン
ト 

広
報
物

「韓国文化交流イベント」

「第9回 大藪春彦記念ミステリー講演会」連続講座「村上春樹の読みかた」

「世田谷芸術百華アートプラン 
ANOTHER SIDE OF SAKUTAROU」

第31回 「世田谷文学賞」

「ことのははくぶつかん 2011」

2
0
1
1
年
度
、
企
画
展
は
、「
世
界
中
で
愛
さ
れ
る
リ
ン

ド
グ
レ
ー
ン
の
絵
本
」、「
和
田
誠
展  

書
物
と
映
画
」、「
生
誕

1
2
5
年 

萩
原
朔
太
郎
展
」、
第
31
回「
世
田
谷
の
書
展
」、

「
都
市
か
ら
郊
外
へ
―
1
9
3
0
年
代
の
東
京
」展
を
開
催
し

ま
し
た
。
親
子
連
れ
で
楽
し
め
る
優
れ
た
児
童
文
学
の
紹
介

展
、第
一
線
で
活
躍
す
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
り
、絵
本
や
著
述
、

映
画
の
仕
事
で
日
本
中
に
フ
ァ
ン
の
多
い
和
田
誠
、日
本
の
近

代
詩
を
革
新
し
音
楽
や
美
術
に
も
強
い
関
心
を
寄
せ
た
萩
原

朔
太
郎
と
い
う
、い
ず
れ
も
世
田
谷
区
に
ゆ
か
り
の
深
い
作
家

の
展
覧
会
、世
田
谷
区
が
誕
生
し
た
時
代
の
芸
術
文
化
に
焦

点
を
当
て
、世
田
谷
文
学
館
・
世
田
谷
美
術
館
の
収
蔵
品
を
活

用
し
た
二
館
共
同
企
画
の
初
の
本
格
的
財
団
連
携
事
業
で
あ

る
展
覧
会
と
、幅
広
い
世
代
、ジ
ャン
ル
を
対
象
に
し
た
企
画
展

を
実
施
し
ま
し
た
。

常
設
展
で
は
特
集
テ
ー
マ
を
設
定
し
、収
蔵
品
の
積
極
的
な

公
開
と
活
用
の
み
な
ら
ず
、
企
画
展
と
も
連
動
さ
せ
た
内
容

で
、来
場
者
の
関
心
を
深
め
る
よ
う
一
層
の
充
実
を
は
か
っ
て

い
ま
す
。

教
育
普
及
事
業
は
、一
般
成
人
を
対
象
と
し
た
連
続
講
座

等
の
事
業
、教
育
委
員
会
と
の
共
催
事
業
、市
民
活
動
支
援
事

業
、収
蔵
資
料
の
活
用
を
促
進
す
る
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
運
営
な
ど

2011年度事業一覧

2. イベント

展覧会名 会期 日数 一般観覧料（円） 観覧者数（人）
常設展 （2010年度からの継続）「成瀬巳喜男特集」 4 /1～ 4 /10 9日

200円 18,378 
第1期「文学に描かれた世田谷  100年の物語」 4 /16～ 6 /26 62日
第2期「特集 映画を支えるデザインの仕事」 7/ 6～ 9 /25 71日
第3期「特集 萩原葉子」 10 / 8～ 1/29 85日

企画展 「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」 4 /16～ 6 /26 62日 600円 7,703

「和田誠展  書物と映画」 7/ 30 ～ 9 /25 50日 700円 7,255 

「生誕 125年 萩原朔太郎展」 10 / 8～ 12 /4 50日 700円 6,172 

第 31回 「世田谷の書展」 1/14～ 1/29 14日 無料 1,202 

「都市から郊外へ―1930年代の東京」 2 /11～ 4 / 8 50日 700円 5,8 31 

合計 46,541

1. 展覧会

2-1 イベント：企画展関連
実施日 内容 参加者数（人）
「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」関連イベント

4 /16 こども映画会「長くつ下のピッピ」 294 
5 /4 講演会「リンドグレーン作品の魅力について」

講師：石井登志子（翻訳家）
59 

「和田誠展  書物と映画」関連イベント
8 /13 映画「怖がる人々」上映会＆トークイベント

出演：安西水丸 (イラストレーター）、和田誠 (イラ
ストレーター・グラフィックデザイナー）

16 4 

8 /20 コンサート「文学とジャズ」
出演：佐山雅弘 (ピアノ）、井上陽介 (ベース）、道下
和彦（ギター）、島田歌穂 (ヴォーカル）、和田誠

169 

9 /24 トークショー
出演：清水ミチコ(タレント）、三谷幸喜（脚本家）、
和田誠

196 

「生誕125年 萩原朔太郎展」関連イベント
10 / 8 記念対談「朔太郎に触れる」

出演：松浦寿輝 (詩人・小説家・仏文学者）、朝吹亮
二 (詩人・仏文学者）

189 

10 /22 ANOTHER SIDE OF SAKUTAROU ①
フィールドワーク「夢の地図―下北沢」
講師：吉増剛造（詩人）

31 

10 / 30 記念鼎談「映像の詩人・朔太郎」
出演：萩原朔美 (映像作家・エッセイスト）、鈴木志
郎康（詩人・映像作家）、倉石信乃（詩人・写真批評）

80 

11/12、
11/13

ANOTHER SIDE OF SAKUTAROU ②
ワークショップ「つまづくダンス・よろけること
ば」（「誰もいない美術館で」文学館篇）
講師：柏木陽 (演劇家・NPO法人演劇百貨店代表）、
上村なおか（ダンサー・振付家）

19 

11/20 ANOTHER SIDE OF SAKUTAROU③
トーク＆ライブ「ロックの国の朔太郎」
出演：町田康 (作家・詩人 )、林浩平（詩人・日本文学
研究）、文月悠洸 (詩人）、鳥居万由実（詩人）、柴田
友理（詩人）

231 

11/26 マンドリン＆ギターコンサート
出演：高柳未来（マンドリン奏者）、鈴木大介（ギタ
リスト）ほか

247 

11/27 朗読会「朔太郎を読む」　
出演：声を楽しむ朗読会

128 

12 / 3 吉増剛造トーク＆上映会
出演：吉増剛造

31 

第31回 「世田谷の書展」関連イベント
1/20～
1/22

鑑賞講座 (3回）
講師：泉原壽巖（日展会員）、池亀壽泉（読売書法会
理事）、後藤俊秋（毎日書道展審査会員）

186 

「都市から郊外へ―1930年代の東京」関連イベント
2 /25 記念講演会「変転する都市・東京の生活文化

―1930年代から現在へ」
講師：松山巖（評論家・作家）

8 4 

3 /18 映画「マダムと女房」上映会 76 

2-2 イベント：子ども文学館
実施日 内容 参加者数（人）
4 /16～
6 /26

世田谷文学館と子供たち展 7,820 

4 / 30 子ども文学さんぽ ①
「長くつ下のピッピ  もの発見家になる―屋外
オリエンテーリング大会」

14 

5/14 ことのははくぶつかん ①
ことばとしぐさ「落語に挑戦」
講師：林家きく麿（落語家）、三遊亭歌扇（落語家）

19 

6/1 「歯固めの日に親子でチューインガムをつくろう」
講師：ロッテ中央研究所研究員　

31 

6/4 ことのははくぶつかん ②
ことばとからだ「からだのことば」
講師：まくらとジョーロ（ダンサー）

16 

6 /18 子ども文学さんぽ ②
「民話・昔話さんぽ―豪徳寺の招き猫」

13 

6 /25 子ども文学さんぽ ③
「長くつ下のピッピ  遠足にいく―屋外でス
ウェーデン料理体験？」

16 

7/ 6～
9 /25、
10 /18～
12 /4

文学館たんけん隊
① 夏休み子どもたんけんシート
② 秋の猫町たんけんシート

8 47 

7/ 9 子ども文学さんぽ ④
「高尾山  ゆかり作家・中西悟堂の足跡をた
どって1」
講師：須藤正男（CONE指導者）

13 

7/16 子ども文学さんぽ ⑤
「高尾山  ゆかり作家・中西悟堂の足跡をた
どって2」
講師：須藤正男

12 

7/21～
8 / 31

ジュニア堂書店「大人たちにささげる、夏休み
の課題図書」「届けよう！本にこめたみんなの
思い」

4,053 

7/26 ～
7/28

ことのははくぶつかん ③
ことばとびじゅつ「アートのことば」
講師：こぺんなな（アーティスト）ほか

60 

8 / 3 「お話しの森」
出演：小林顕作（俳優・脚本家・演出家）

178 

8 /19 子ども文学さんぽ ⑥
「府中郷土の森  ゆかり作家・村野四郎の足跡
をたどって」（雨天により館内プログラムへ変更）

12 

8 /24 中高生のことのははくぶつかん ①
「チーム対抗短歌合戦」
講師：天野慶（歌人）

8 

8 /26 子ども美術大学発表会（共催：世田谷美術館） 72 
9 /10 ことのははくぶつかん ④

ことばのことば「あしたのあたしはあたらしい
あたしのし」
講師：石津ちひろ（絵本作家・詩人）

15 

9 /17 子ども文学さんぽ ⑦　
「やってみたい＋たんけんしたい  を  かたち
にしよう！」（前期）

10 

9 /18 ことのははくぶつかん ⑤
ことばとしぐさ「落語に挑戦」
講師：林家きく麿、林家扇（落語家）

17 

10 /1 ことのははくぶつかん ⑥
ことばとからだ「あたらしいことば」
講師：西井夕紀子（もび主宰）

13 

10 /15 子ども文学さんぽ ⑧
「大山と文学1」
講師：須藤正男

6 

10 /29 子ども文学さんぽ ⑨　
「大山と文学2」
講師：須藤正男

7 

11/ 5 子ども文学さんぽ ⑩　
「下北沢は猫町  萩原朔太郎の足跡をたどって」
講師：須藤正男

8 

11/26 子ども文学さんぽ ⑪
「上野？ 浅草？ 朔太郎の下町さんぽ」
講師：こぺんなな

10 

12 / 3、
12 /10、
12 /17

ことのははくぶつかん ⑦
ことばとびじゅつ「アートのことば」
講師：ナカノヨーコ（イラストレーター）

42 

12 /17、
1/14、
2 / 8、
2 /15

「子どもどこでも文学館」 18 

1/7 「はじめての百人一首」
講師：天野慶

61 

1/14 子ども文学さんぽ ⑫
「星空たんけん  ゆかり作家・野尻抱影の足跡
をたどって」

8 

1/28 ことのははくぶつかん ⑧
ことばのことば「ウタのたねを蒔こう」
講師：天野慶

16 

2 /19 中高生のことのははくぶつかん ②
「チーム対抗短歌合戦」
講師：天野慶

5 

2-3 イベント：講演会等
実施日 内容 参加者数（人）
7/1 韓国文化交流イベント ①

韓国伝統楽器レクチャーコンサート
講師：パク・ピョンオ（演奏家）

71 

7/2 大藪春彦記念ミステリー講演会
講師：志水辰夫（作家）

8 3 

7/ 9 韓国文化交流イベント ②
韓国カルチャー講座
講師：キム・ヘシン（学習院大学・青山学院大学講師）

72 

9 /10 連続講座「村上春樹の読みかた」 ①
「二人の村上春樹」
講師：石原千秋（日本近代文学研究）

81 

9 /11 連続講座「村上春樹の読みかた」 ②
「神の夢または1Q84のアナムネーシス」
講師：亀山郁夫（ロシア文化・ロシア文学研究）

104 

9 /18 連続講座「村上春樹の読みかた」 ③
「言葉と死」
講師：三浦雅士（文芸評論家）

72 

9 /19 連続講座「村上春樹の読みかた」 ④
「中国語圏における村上春樹」
講師：藤井省三（中国文学研究）

52 

9 /23 連続講座「村上春樹の読みかた」 ⑤
「村上春樹の短編世界をめぐって」
講師：加藤典洋（文芸評論家）

108 

11/ 3 世田谷アートフリマ in文学館 500 

2-4 イベント：世田谷文学賞関連
実施日 内容 参加者数（人）
7/10 創作のためのワンポイントアドバイス ① 川柳

講師：速川美竹（世田谷文学賞 川柳部門選考委員）
14 

7/17 創作のためのワンポイントアドバイス ② 詩
講師：三田洋（世田谷文学賞 詩部門選考委員）

16 

7/23 創作のためのワンポイントアドバイス ③ 俳句
講師：高橋悦男（世田谷文学賞 俳句部門選考委員）

14 

7/24 創作のためのワンポイントアドバイス ④ 短歌
講師：佐佐木幸綱（世田谷文学賞 短歌部門選考委員）

31 

2-5 イベント：他団体との共催事業等
実施日 内容 参加者数（人）
4 /23 子ども読書の日記念事業「長野ヒデ子講演会」

共催：世田谷区教育委員会
80 

6 /22 芦花小学校「まちたんけん」
共催：世田谷区立芦花小学校

50 

9月、
2月

中学生職場体験
共催：世田谷区教育委員会

25 

11/23 多摩美術大学との共同研究
「清水邦夫の劇世界を探る」

73 

12 / 9、
12 /16

学校おはなしボランティア養成講座　
ステップアップ講座
共催：世田谷区教育委員会

111 

2 /24 芦花小学校「感謝の会」
共催：世田谷区立芦花小学校

273 

通年 文学館友の会との共催
文学講座、文学散歩など40回実施

1,395 

通年 文学活動を中心とする区内活動団体の講座等
を支援し、区民の生涯学習の要望に応えた。
区民講座・シニアスクール等への企画展に関す
るレクチャーなどを、延べ12団体に実施した。

804

2 /25 子ども文学さんぽ ⑬
「民話・昔話さんぽ―岡本村の金の火の玉は
救い神」
講師：須藤正男

8 

3 / 3 子ども文学さんぽ ⑭
「やってみたい＋たんけんしたい を かたちに
しよう！」（後期）

8 

3. ライブラリー・講義室・絵本コーナー等
施設 利用者数（人）
ライブラリ― 6,821

講義室 3,335

絵本コーナー 11,507

4. 移動文学館
内容 参加者数（人）
区内小中学校ほか  展示 14,855 （21ヶ所）
区内小中学校  ワークショップ 258 （1校）

5. 文学資料収集・保管
点数

2012年 3 / 31現在の収蔵品点数 93,558点
特別観覧件数（撮影点数） 35点

6. 世田谷文学賞
募集部門 詩 短歌 俳句 川柳 合計
応募者数 81 85 106 72 34 4

入選者数 4 4 4 4 16

7. 刊行物
タイトル 判型 /頁数 頒価（円）

世田谷文学館
ニュース

第 48号（館長の作家対談：荻野アンナ/この一冊：坂東真理子 /
当館収蔵品のご紹介：映画監督・成瀬巳喜男旧蔵資料）

A4 / 8 無料

第 49号（館長の作家対談：辻原登 /当館収蔵品のご紹介：植田寛  草稿「映画美術総論」） A4 /12 無料
第 50号（館長の作家対談：岩橋邦枝 /当館収蔵品のご紹介：萩原葉子〈父・朔太郎メモ〉ノートほか） A4 / 8 無料

図録等 「和田誠展  書物と映画」 A5 /160 1,200

「生誕 125年 萩原朔太郎展」 A5 /112 1,200
「都市から郊外へ―1930年代の東京」 A5 /224 1,800
「文芸せたがや」第 31号 A5 / 96 500

8. 年間来館者数 ※一部イベント参加者は含まず
100,406人
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・
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「和田誠展 書物と映画」「生誕125年 萩原朔太郎展」「都市から郊外へ―1930年代の東京」

「文芸せたがや」 第31号

子
ど
も
向
け
事
業 

活
動
報
告
書

「ことのははくぶつかん」―ことばの連続
「ワークショップ」の記録 2011―

「移動文学館」―学校×地域×文学館― 「子ども文学さんぽ」―自然と芸術の野外
体験プログラム―

展
覧
会
場

「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」「和田誠展 書物と映画」

「生誕125年 萩原朔太郎展」

「世田谷の書展」鑑賞講座の様子

「都市から郊外へ―1930年代の東京」 撮影：椎木静寧

「常設展 特集 映画を支えるデザインの仕事」「常設展 特集 萩原葉子」

イ
ベ
ン
ト 

活
動
記
録

7/1 「 韓国文化交流イベント 韓国伝統楽器
レクチャーコンサート」

9/10 「村上春樹の読みかた」第1回 「二人の村上春樹」

9/24 「和田誠展 書物と映画」関連イベント トークショー

10/22 「生誕125年 萩原朔太郎展」関連イベント ANOTHER 
SIDE OF SAKUTAROU  フィールドワーク「夢の地図―下北沢」

3/17 「世田谷文学賞」授賞式

子
ど
も
文
学
館 

展
示
・
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム 
活
動
記
録

４/16～6/26 「世界中で愛されるリンドグレーンの絵本」
関連 世田谷文学館と子供たち展、あそびッピコーナー

12/10～3/18 ジュニア堂書店「届けよう！本にこめた
みんなの思い」 会場：いわき市立草野心平記念文学館

▶ 4/30 
子ども文学さんぽ 
「長くつしたのピッピ 
もの発見家になる―
屋外オリエンテーリン
グ大会」

7/9・16 子ども文学さんぽ・子ども百名山シリーズ
「高尾山 ゆかり作家・中西悟堂の足跡をたどって」

◀ 12/3・10・17 
ことのははくぶつかん 
ことばとびじゅつ
「アートのことば」

12/13・15・16 移動文学館 世田谷区立芦花小学校ワークショップ
「大竹さんと行く世田谷散歩」

1/7 「はじめての百人一首」



休 館 日：
毎週月曜日（ただし月曜日が休日の場合には開館し、翌日休館）
開館時間：
10時～18時 
（ただし展覧会入場は 

17時30分まで）

公益財団法人せたがや文化財団

世田谷文学館 SETAGAYA LITERARY MUSEUM

交通案内
京王線「芦花公園」駅
南口より徒歩5分
小田急線「千歳船橋」
駅より京王バス（千歳
烏山駅行）利用「芦花
恒春園」下車徒歩5分

2012年 8～11月 世田谷文学館カレンダー ※ 9月17日（月/祝）は、満60歳以上の方は企画展・コレクション展ともに無料でご観覧いただけます。（要年齢証明書）
※ 展示替えのため、9月18日～10月5日まで2階展示室を、9月24日～ 10月5日まで1階展示室を休室します。

宮崎駿が選んだ 
50冊の直筆推薦文展
7月21日（土）～ 9月17日（月/祝）
2階展示室
観覧料：一般500（400）円
高校・大学生300（240）円
65歳以上・障害者手帳をお持ちの方 
250（200）円
中学生以下無料 
※ （ ）内は20名以上の団体料金
展覧会関連イベントは7頁をご覧ください。

世田谷区制80周年　 
「齋藤茂吉と『楡家の人びと』」展

10月6日（土）～12月2日（日）
2階展示室
観覧料：一般700（560）円
高校・大学生500（400）円
小学・中学生250（200）円
65歳以上・障害者手帳をお持ちの方 
350（280）円
※ （ ）内は20名以上の団体料金
展覧会関連イベントについては 
お問い合わせ下さい。

同時開催
「どくとるマンボウ昆虫展」

1階文学サロン 入場無料

コレクション展
前期「文学に描かれた世田谷 
―下北沢・三軒茶屋界隈」
～ 9月23日（日）
後期「文学に描かれた世田谷 
―世田谷の詩歌と山本健吉」
10月6日（土）～ 2013年4月7日（日）
１階展示室
観覧料： 
一般200（160）円 /高校・大学生150（120）円 /小学・中学生100（80）円 / 
65歳以上・障害者手帳をお持ちの方100（80）円
＊中学生以下は土・祝・日及び 7/21～ 9/17無料
※（ ）内は20名以上の団体料金

子ども文学館
● 8月23日  夏休み子ども文学さんぽ「等々
力渓谷・昔話さんぽ」

● 9月15日  子ども百名山シリーズ「御岳山」
● 10月6日  川と文学シリーズ「奥多摩をた
ずねて―奥多摩渓谷さんぽ」

● 11月24日  子ども百名山シリーズ「多摩よ
こ山の道」

● 10月～ 2013年3月  ワークショップ「こと
のは  はくぶつかん  2012」

 いずれも往復はがきによる事前申込、 
詳細はお問合せください。 
（TEL 03-5374-9117）

■ 世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館
 TEL 03 -5450 -9581
 「語らいの時間」
 8月7日（火）～12月2日（日）
■ 世田谷美術館分館 清川泰次記念ギャラリー
 TEL 03 -3416 -1202
 「清川泰次のアトリエⅡ」
 8月7日（火）～12月2日（日）
■ 世田谷美術館分館  宮本三郎記念美術館
 TEL 03 -5483 -3836
 「宮本三郎クロニクル  1922→1974」
 8月7日（火）～12月2日（日）
■ 世田谷文化生活情報センター  
世田谷パブリックシアター

 TEL 03 -5432-1526

● 子どもとおとなのための◎読み聞かせ 
『お話の森』

 出演：仲村トオル  小林顕作  ROLLY
 8月4日（土）、5日（日） 
シアタートラム

● 日野皓正
 presents ”Jazz for Kids ”
 8月11日（土）、12日（日）
 世田谷パブリックシアター

せたがや文化財団の催し物

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山1-10-10  
TEL 03-5374-9111  FAX 03-5374-9120  
ホームページ  http://www.setabun.or.jp/

前期「文学に描かれた世田谷－下北沢・三軒茶屋界隈」  開催中～ 9月23日（日）

宮崎駿が選んだ50冊の直筆推薦文展  7月21日（土）～ 9月17日（月/祝）

■ 世田谷美術館
 TEL 03-3415-6011

● すべての僕が沸騰する  村山知義の宇宙
 7月14日（土）～ 9月2日（日）

● 対話する時間－世田谷美術館コレクション
による現代美術展

 9月15日（土）～11月11日（日）
 ミュージアム コレクション
● 花森安治と『暮しの手
帖』  こんどの暮しの
手帖  じつにたのしい
ですよ

 6月30日（土）～9月2日（日）

■ 世田谷文化生活情報センター音楽事業部
 TEL 03 -5432-1535

● ジョン・ケージ生誕100年記念プロジェクト   
「アルディッティ弦楽四重奏団＋野村萬斎 / 
中川賢一」～ケージの中の日本～

 9月12日（水）19時開演
 世田谷パブリックシアター
● 室内楽シリーズ  
「神谷百子マリンバリサイタル」

 10月7日（日）15時開演
 成城ホール

コレクション展

企画展

「齋藤茂吉と『楡家の人びと』」展  10月6日（土）～12月2日（日）

後期「文学に描かれた世田谷－世田谷の詩歌と山本健吉」  10月6日（土）～2013年 4月7日（日）

● 音楽劇『ファンファーレ』
 脚本・演出：柴幸男  音楽・演
出：三浦康嗣  振付・演出：白神
ももこ  出演：坂本美雨  他

 9月28日（金）～10月14日（日）
 シアタートラム
● 『４ four 』
 作：川村毅  演出：白井晃   
出演：高橋一生  他

 11月5日（月）～25日（日）予定
 シアタートラム
■ 世田谷文化生活情報セン
ター  生活工房

 TEL 03 -5432-1543

● 生活工房15周年企画 
「地球に触ろう、“希望の地球”を語ろう！」

 8月3日（金）～ 5日（日）

● 「じわじわ jiwa展」
 7月29日（日）～ 9月2日（日）

神谷百子アルディッティ弦楽四重奏団

表紙：青山脳病院 北杜夫の代表作『楡家の人びと』
の舞台である「楡病院」のモデル、青山脳病院の写真。
齋藤茂吉の義父・紀一が開院し、1907年まで5年に亘っ
て増築を重ねた大病院の偉容を伝える（写真は大正
期）が、この建物は1924年12月に焼失。茂吉は精神科
医となり、後年院長を継ぐ。

村山知義《コンストルクチオン》1925年、
東京国立近代美術館蔵

花森安治《『暮しの手帖』 
2世紀21号（1972年12月号） 

表紙原画》

坂本美雨

高橋一生

茂吉（後列左端）と齋藤家の人びと  1928年4月

8月 9月 10月 11月

企画展

甲州街道

旧甲州街道
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